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特
別
対
談

戦
後
体
制
へ
の

反
逆
者

政
治
家
と
し
て
、

作
家
と
し
て
、

戦
後
日
本
の
偽
善
を

撃
ち
続
け
た
石
原
慎
太
郎
。

そ
の
功
績
と
は
何
か
。

© 時事

西
村
幸
祐
×
富
岡
幸
一
郎

石
原
慎
太
郎
の
政
治
と
文
学
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政
治
と
文
学
の
稀
有
な
る「
表
現
者
」

富
岡
▼
二
〇
二
二
年
二
月
一
日
、
石
原
慎
太
郎
さ
ん
が
お
亡
く
な
り

に
な
り
ま
し
た
。
享
年
、
八
十
九
で
し
た
。
今
日
は
西
村
さ
ん
と
石

原
論
を
存
分
に
や
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

石
原
は
一
橋
大
学
在
学
中
に
二
十
四
歳
で
芥
川
賞
を
受
賞
。
学
生

作
家
と
し
て
華
々
し
く
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
が
、「
芥
川
賞
作
家
と

し
て『
太
陽
の
季
節
』が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
」と
い
う
よ
り
も
、
こ
の

作
品
の
受
賞
に
よ
っ
て
む
し
ろ
芥
川
賞
が
一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
若
い
世
代
に
な
る
と
、
石
原
慎
太
郎
は
作
家
と
い
う
よ
り

も
圧
倒
的
に
政
治
家
、
特
に
都
知
事
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
て
、
保
守

系
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も「
尖
閣
諸
島
を
都
で
購
入
」と
い
う
、
そ
う

い
う
保
守
政
治
家
と
し
て
の
側
面
が
印
象
強
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
し
、
石
原
さ
ん
の
本
質
は
文
学
者
で
す
よ
。
政
治
と
文

学
で
す
。

　

西
村
さ
ん
も
石
原
文
学
は
か
な
り
お
読
み
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。

西
村
▼
高
校
時
代
か
ら
石
原
慎
太
郎
の
作
品
は
好
き
で
し
た
。
だ
か

ら
む
し
ろ
、
慎
太
郎
さ
ん
が
文
学
者
と
し
て
認
識
さ
れ
ず
、
政
治
家

と
し
て
の
み
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ね
て
か
ら
疑

問
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
が
、
僕
の
世
代
だ
と
、
少
な
く
と
も
私
は
石
原
と
呼
ぶ
よ
り
慎

太
郎
の
方
が
し
っ
く
り
く
る（
笑
）。

　

お
亡
く
な
り
に
な
り
、
追
悼
記
事
な
ど
で
少
し
は
文
学
者
と
し
て

の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
出
る
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
も
っ

ぱ
ら
政
治
家
と
し
て
の
解
説
が
多
く
、
な
か
に
は
政
治
思
想
が
違
う

か
ら
で
し
ょ
う
、
罵
倒
に
近
い
も
の
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
朝
日
新
聞
は
二
月
二
日
に
「〈
評
伝
〉
改
憲
、
こ
だ
わ
り
続

け
た
末　

石
原
慎
太
郎
氏
死
去
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
を
出
し
ま

し
た
が
、
憲
法
改
正
に「
こ
だ
わ
り
」と
い
う
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

あ
え
て
選
ん
で
い
る
時
点
で
、
す
で
に
客
観
性
を
失
っ
て
い
た
わ
け

で
、
朝
日
ら
し
い
偏
向
記
事
に
な
っ
た
。

　

や
は
り
富
岡
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
慎
太
郎
を
考
え
る
際

は
文
学
者
と
し
て
の
慎
太
郎
と
、
政
治
家
と
し
て
の
慎
太
郎
、
そ
し

て
双
方
の
交
わ
り
ま
で
含
め
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ

そ
、
こ
の
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る「
表
現
者
」と
し
て
の
石
原
慎

太
郎
に
焦
点
を
当
て
、
彼
が
目
指
し
た
も
の
は
一
体
、
何
だ
っ
た
の
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か
、
彼
が
残
し
た
も
の
は
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ

れ
こ
そ
が
今
日
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
問
題
を
突
き
つ
け
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

富
岡
▼
石
原
が
「
改
憲
に
こ
だ
わ
っ
た
」
と
朝
日
は
書
い
て
い
る
け
れ

ど
、
な
ぜ
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
話
で
す
。
石
原
慎
太
郎
に

は
、
戦
後
日
本
に
対
す
る
い
ら
立
ち
が
あ
っ
た
。
終
戦
時
、
石
原
は

十
三
歳
で
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
時
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
、
日
本
の
対

米
従
属
は
薄
ま
る
ど
こ
ろ
か
深
ま
っ
て
い
く
。
一
九
五
二
年
に
「
独

立
＝
主
権
回
復
」
し
て
以
降
、
よ
り
独
立
国
家
と
し
て
の
体
制
を
整

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
逆

行
し
て
ア
メ
リ
カ
な
し
で
は
立
ち
行
か
な
い
状
況
に
突
き
進
ん
で
い

く
。
そ
う
し
た
戦
後
史
の
逆
三
角
形
の
よ
う
な
構
造
に
、
石
原
は
い

ら
だ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、『
太
陽
の
季
節
』
が
世
に
出
た
昭
和
三
十
一
年

は
、「
経
済
白
書
」が
日
本
経
済
を「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」と
位
置

づ
け
た
年
で
す
。
前
年
に
自
由
党
と
日
本
民
主
党
が
保
守
合
同
し
、

社
会
党
も
右
派
と
左
派
が
合
同
し
て
、
五
五
年
体
制
が
で
き
た
年
で

す
よ
ね
。
政
治
と
経
済
が「
戦
後
は
終
わ
っ
た
」と
い
う
偽
装
を
開
始

し
た
ま
さ
に
そ
の
年
に
、
石
原
は
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ん
で
す
。

三
島
に
通
じ
る
戦
後
日
本
へ
の
予
見
性

西
村
▼
そ
の
〈
偽
装
〉
に
対
す
る
反
発
が
、
慎
太
郎
に
は
あ
っ
た
。
そ

の
点
で
、
石
原
慎
太
郎
と
三
島
由
紀
夫
は
、
実
は
同
じ
位
相
に
位
置

し
て
い
た
ん
で
す
。
二
人
は
見
解
の
相
違
も
あ
り
、
対
立
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、「
戦
後
日
本
」に
対
す
る
位
相
に
つ
い
て
は
共
通

し
て
い
た
。

　

三
島
が『
金
閣
寺
』を
書
い
た
の
も
昭
和
三
十
一
年
で
し
た
が
、
僕

は
あ
の
作
品
で
三
島
が
焼
い
た
の
は
、
実
は「
戦
後
」だ
っ
た
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。
一
方
、『
太
陽
の
季
節
』も
、
戦
後
を
知
ら
ん
ふ

り
し
て
続
け
て
い
こ
う
と
す
る
大
人
社
会
へ
の
反
乱
で
し
た
。

富
岡
▼
当
時
、「
怒
れ
る
若
者
」
な
ん
て
言
葉
も
出
ま
し
た
が
、
要
す

る
に
戦
後
体
制
に
拠
る
こ
と
で
利
益
を
得
て
き
た
大
人
た
ち
に
対
す

る
反
逆
が
、『
太
陽
の
季
節
』
に
は
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
単
な
る
ア
プ

レ
ゲ
ー
ル（
戦
後
派
、
特
に
退
廃
的
な
も
の
を
指
す
こ
と
が
多
い
）で
は
な
い
。

西
村
▼
そ
う
、
全
く
違
い
ま
す
。
石
原
作
品
は
「
近
代
文
学
」
派
、
つ

ま
り「
戦
後
派
」と
の
脈
絡
も
全
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

富
岡
▼
雑
誌
「
近
代
文
学
」
派
と
い
う
の
は
、
主
に
第
一
次
戦
後
派

の
、
埴
谷
雄
高
、
武
田
泰
淳
、
野
間
宏
ら
を
指
し
ま
す
が
、
彼
ら
は

マ
ル
ク
ス
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
が
、
文
学
と
政
治
と
い
う
も
の
に

お
い
て
、
戦
前
の
日
本
共
産
党
的
左
翼
思
想
と
距
離
を
と
っ
た
。

「
新
日
本
文
学
」と
い
う
の
は
共
産
党
系
で
す
。「
近
代
文
学
」派
は
政

治
優
位
で
は
な
く
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
芸
術
至
上
主
義
を
掲
げ
な
が

ら
、
政
治
と
文
学
理
論
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。

　

政
治
と
文
学
と
い
っ
た
と
き
に
、
石
原
が
考
え
て
い
た
政
治
と
い
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う
の
は
、
戦
後
派
の
文
学
者
が
考
え
て
い
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
た

と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
石
原
は
い
わ
ゆ
る
第
一
次
戦
後
派
な
ど
と

は
全
く
違
っ
た
、
ま
た
日
本
近
代
文
学
と
は
全
く
違
う
文
脈
か
ら
出

て
き
た
作
家
で
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、『
太
陽
の
季
節
』
に
あ
る
「
男

根
が
障
子
を
突
き
破
っ
た
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
の
よ
う
な
形
の

登
場
で
し
た
。

西
村
▼
だ
か
ら
三
島
は
慎
太
郎
を「
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ（
異
邦
人
）」と
、
最

初
の
二
人
の
対
談
で
評
し
た
わ
け
で
す
よ
。

富
岡
▼
最
初
の
対
談
は
昭
和
三
十
一
年
四
月
号
の
『
文
學
界
』
で
し

た
。
芥
川
賞
が
同
年
一
月
号
で
の
発
表
で
し
た
か
ら
、
受
賞
直
後
に

対
談
し
た
ん
で
す
ね
。

　

三
島
は
冒
頭
、「
石
原
さ
ん
は
ま
さ
に
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ
、
異
邦
人

だ
」と
言
い
、
さ
ら
に「
客（
ま
ろ
う
ど
）、
客
人
で
あ
る
」と
も
言
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
空
気
を
引
っ
提
げ
て
、
当
時
の
文
壇
に
現
れ
た

の
だ
、
と
い
う
点
で
非
常
に
期
待
も
し
て
い
た
。

西
村
▼
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ
、
と
い
う
の
は
「
戦
後
の
日
本
社
会
に
と
っ

て
」の「
異
邦
人
」と
い
う
意
味
で
強
烈
で
す
。
い
わ
ゆ
る
戦
後
文
学

派
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
…
…
。

　

三
島
は
大
東
亜
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
十
六
年
に
十
六
歳
で
「
花

ざ
か
り
の
森
」
を
書
き
、
戦
後
は
二
十
一
歳
の
学
生
時
代
に
『
人
間
』

と
い
う
月
刊
誌
に「
煙
草
」と
い
う
短
編
小
説
を
書
い
て
戦
後
文
壇
に

デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
し
か
し「
戦
後
に
な
っ
て
、
日
本
は
よ
く
な
っ
た
」

と
い
う
実
感
を
持
っ
て
い
た
人
た
ち
と
は
、
全
く
異
質
だ
っ
た
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
石
原
と
位
相
が
同
じ
だ
っ
た
。

富
岡
▼
世
代
が
違
っ
て
も
位
相
は
同
じ
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
面
白

い
で
す
ね
。
三
島
は
大
正
十
四
年
生
ま
れ
で
、
昭
和
と
満
年
齢
が
重

な
っ
て
い
る
。
十
六
歳
で
学
習
院
中
等
科
の
時
、「
花
ざ
か
り
の
森
」

を
書
い
た
。
昭
和
十
九
年
に
は
単
行
本
も
出
版
し
て
い
ま
す
。

　

彼
自
身
は
、
近
代
批
判
や
日
本
回
帰
を
掲
げ
る
日
本
浪
漫
派
の
流

れ
を
汲
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
戦
後
文
壇
に
お
い
て
は
、
デ
ビ
ュ
ー

し
づ
ら
い
位
相
に
い
ま
し
た
。

西
村
▼
本
来
な
ら
、
出
る
余
地
が
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

富
岡
▼
あ
る
意
味
奇
跡
的
に
、
戦
後
文
壇
に
迎
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。『
人
間
』
に
「
煙
草
」
を
書
か
せ
た
川
端
康
成
の
功
績
も

あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
。

西
村
▼
功
績
は
大
き
い
で
す
ね
。

富
岡
▼
一
方
で
、
三
島
も
戦
後
的
な
る
も
の
を
内
包
し
、
迎
合
せ
ざ

富岡幸一郎（とみおか・こういちろう）
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る
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。『
仮
面
の
告
白
』な
ん
か
は
そ

う
で
し
ょ
う
。

西
村
▼
ま
さ
に
迎
合
で
す
。

富
岡
▼
そ
ん
な
三
島
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
石
原
の
登
場
は
、
頭
の

上
の
雲
が
晴
れ
た
よ
う
な
思
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

西
村
▼
異
質
だ
け
れ
ど
、
似
て
い
る
も
の
を
感
じ
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。
石
原
慎
太
郎
の
登
場
は
、
才
気
あ
ふ
れ
る
若
者
の
雰
囲
気
に
満

ち
満
ち
て
い
ま
し
た
。
彼
自
身
、
大
学
在
学
中
に『
一
橋
文
芸
』と
い

う
同
人
誌
を
復
刊
し
て
処
女
作
の
小
説
『
灰
色
の
教
室
』
を
書
い
た

と
い
う
原
点
は
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
派
作
家
の
登
場
と
は

違
っ
て
い
た
。

富
岡
▼『
太
陽
の
季
節
』の
後
に
石
原
が
書
い
た『
完
全
な
遊
戯
』を
、

三
島
は
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
残
虐
非
道
な
話
で
、
若
者
が
精
神

病
の
女
性
を
拉
致
し
、
暴
虐
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
最
後
は
海
に
突

き
落
と
し
て
殺
す
と
い
う
話
で
す
。
当
時
の
文
壇
で
は
全
く
無
視
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
三
島
は「
こ
れ
は
未
来
小
説
だ
」と
ま
で

言
っ
た
の
で
す
。
実
際
、
女
子
高
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
詰
め
事
件
の
よ

う
に
、『
完
全
な
遊
戯
』を
思
わ
せ
る
事
件
が
三
十
年
後
に
起
き
ま
し

た
。

西
村
▼
あ
の
事
件
は
一
九
八
九
年
の
一
月
に
起
き
ま
し
た
。
ま
さ
に

昭
和
の
終
わ
り
の
年
で
す
が
、
昭
和
天
皇
崩
御
の
前
な
の
で
、「
昭

和
六
十
四
年
」に
起
き
た
事
件
な
ん
で
す
。
平
成
の〈
失
わ
れ
た
三
十

年
〉を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
、
衝
撃
的
で
象
徴
的
な
事
件
で
し
た
。

　

石
原
慎
太
郎
は『
完
全
な
遊
戯
』を
悪
や
暴
力
を
題
材
と
し
た
、
単

な
る
ノ
ワ
ー
ル
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
。
作
家
の
感
性
と
い
う

も
の
は
や
は
り
冴
え
て
い
て
、
石
原
は
実
際
に
そ
う
し
た
事
件
が
起

き
る
何
十
年
も
前
に
、「
男
性
が
女
性
を
拉
致
し
、
強
姦
し
て
、
物

の
よ
う
に
捨
て
る
」
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
よ
う
な
危
機
的
状
況
が

来
る
こ
と
を
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。

　

三
島
は『
午
後
の
曳
航
』と
い
う
作
品
を
昭
和
三
十
八
年（
一
九
六
三

年
）
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
海
に
生
き
る
船
乗
り
の
男
が
、

未
亡
人
で
あ
る
主
人
公
の
少
年
の
母
親
と
男
女
関
係
に
な
り
、
性
行

為
を
覗
き
見
て
し
ま
う
。
海
に
生
き
、
海
に
死
ぬ
英
雄
の
は
ず
の

船
乗
り
が
、
陸
の
上
で
は
堕
落
し
て
い
る
と
感
じ
た
少
年
が
、
毒
を

も
っ
て「
処
刑
」す
る
と
い
う
作
品
で
す
。
作
中
、
こ
の
少
年
は
人
間

を
毒
殺
す
る
前
に
、
野
良
猫
を
解
剖
す
る
と
い
う
行
為
に
及
ん
で
い
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る
。
こ
れ
も
一
九
九
七
年
の
酒
鬼
薔
薇
事
件
の
犯
人
の
登
場
を
予
言

し
た
の
と
同
じ
で
す
。
あ
る
意
味
、
近
未
来
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
的
な

と
こ
ろ
が
あ
る
。

富
岡
▼
な
る
ほ
ど
、
作
品
レ
ベ
ル
で
も
石
原
と
三
島
に
は
似
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

西
村
▼
あ
る
い
は
、
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
い
た
と
い
う
か
。
そ
し

て
そ
の
後
、
慎
太
郎
は
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
年
）
に
政
治
の
世

界
に
乗
り
出
し
、
三
島
は
そ
の
二
年
後
の
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇

年
）に
市
ヶ
谷
で
自
決
し
ま
す
。

「
対
米
従
属
」に
対
す
る
警
鐘

富
岡
▼
石
原
は
昭
和
四
十
三
年
、
三
十
六
歳
で
参
議
院
選
挙
に
自
民

党
公
認
候
補
と
し
て
出
馬
し
、
三
〇
一
万
二
五
五
二
票
と
い
う
驚
異

的
な
得
票
数
で
当
選
し
ま
し
た
。
そ
の
直
後
に
江
藤
淳
と
『
季
刊
藝

術
』で「
人
間
・
表
現
・
政
治
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
対
談
し
、
こ
こ

で
石
原
は
自
身
の
政
治
と
文
学
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。『
季
刊

藝
術
』
は
江
藤
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
雑
誌
で
、
二
人
は
湘
南
中
学
の

先
輩
・
後
輩
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

石
原
は
「
政
治
を
、
僕
自
身
の
表
現
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
選
ん

だ
」と
し
、
で
は
何
を
表
現
す
る
の
か
と
い
え
ば「
自
分
の
存
在
論
で

あ
る
」と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

さ
ら
に
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　
「
小
説
の
場
合
に
は
、
小
説
家
が
書
こ
う
と
思
う
情
念
な
り
、
芸

術
的
な
理
想
と
い
う
も
の
を
持
た
な
け
れ
ば
、
小
説
を
書
く
と
い
う

一
つ
の
機
能
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
し
、
表
現
が
機
能
と
し
て
働
い
て

こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
理
念
が
な
く
て
も
政
治
と
い
う
機
能
は
動
い
て

い
る
ん
だ
。
そ
れ
が
現
代
日
本
の
政
治
の
悲
劇
で
、
政
治
が
表
現
に

な
っ
て
い
な
い
ん
だ
。
表
現
す
べ
き
理
念
が
な
い
の
に
、
政
治
の
機

能
だ
け
が
あ
る
ん
だ
よ
」。

西
村
▼
そ
の
慎
太
郎
の
言
葉
に
は
全
く
同
感
で
す
ね
。
彼
は
そ
の

後
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
年
）
に
国
会
議
員
を
辞
め
る
ん
だ
け
れ

ど
、
そ
の
時
の
ス
ピ
ー
チ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
九
九
五

年
頃
と
い
え
ば
、
日
本
が
最
も
忌
ま
わ
し
い
時
代
に
突
入
し
て
い
ま

し
た
。
村
山
内
閣
を
擁
す
る
日
本
で
阪
神
大
震
災
が
発
生
し
、
オ
ウ

ム
事
件
が
発
生
。
一
九
九
七
年
に
は
先
ほ
ど
触
れ
た
酒
鬼
薔
薇
事
件

が
起
き
て
い
ま
す
。
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石
原
は
一
九
九
五
年
四
月
、「
国
会
議
員
在
職
二
十
五
周
年
」で
表

彰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
嫌
々
な
が
ら
そ
の
場
に
行
っ

て
、
受
賞
の
言
葉
を
述
べ
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
辞
任
発
言
に
な
り
ま

し
た
。
一
部
を
引
き
ま
す
。

　
〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
生
ん
だ
冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
た
今
、
政
治
の
対

立
軸
が
喪
失
さ
れ
て
、
私
た
ち
は
新
し
い
軽
薄
な
混
乱
の
中
に
あ
り

ま
す
。
新
し
い
文
明
秩
序
の
造
形
の
た
め
に
、
多
く
の
可
能
性
に
満

ち
て
い
る
は
ず
の
こ
の
日
本
の
将
来
を
毀
損
し
か
ね
な
い
よ
う
な
問

題
が
幾
つ
も
露
呈
し
て
き
て
い
る
の
に
、
現
今
の
政
治
は
そ
れ
に
ほ

と
ん
ど
手
を
つ
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
す
べ
て
の
政
党
、
ほ
と
ん
ど
の

政
治
家
は
、
今
は
た
だ
い
か
に
み
ず
か
ら
の
身
を
保
つ
か
と
い
う
最

も
利
己
的
で
卑
し
い
保
身
の
目
的
の
た
め
に
し
か
働
い
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
政
治
の
現
況
に
、
国
民
が
も
は
や
軽
蔑
を
通
り
越
し

て
、
期
待
し
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
も
倦
ん
で
、
た
だ
無
関
心
に
過
ぎ

て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
政
治
の
本
質
的
危
機
と
し
か
言
い
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
主
義

の
繁
栄
が
終
焉
し
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
歴
史
の
う
ね
り
の
中

で
、
新
し
い
世
界
の
文
明
秩
序
が
期
待
さ
れ
て
い
る
今
、
歴
史
的
必

然
と
し
て
ア
ジ
ア
に
回
帰
し
、
他
の
だ
れ
に
も
増
し
て
新
し
い
歴
史

創
造
の
作
業
へ
の
参
加
資
格
の
あ
る
は
ず
の
こ
の
日
本
は
、
い
ま
だ

0

0
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0

0

0

0

0
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ら

0
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0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0
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。

　

そ
れ
を
官
僚
に
よ
る
政
治
支
配
の
せ
い
と
い
う
な
ら
、
そ
の
責
任

は
、
そ
れ
を
放
置
し
て
い
る
我
々
す
べ
て
の
政
治
家
に
こ
そ
あ
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
現
在
の
日
本
国
民
の
政
治
に
対
す
る
軽
侮
と

不
信
は
、
今
日
こ
の
よ
う
な
表
彰
を
受
け
た
と
は
い
え
、
実
は
い
た

ず
ら
に
馬
齢
を
重
ね
て
き
た
だ
け
で
し
か
な
い
、
ま
さ
に
こ
の
私
自

身
の
罪
科
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
恥
じ
入
り
慙
愧
す
る
の
み

で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
か
く
も
長
き
に
わ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
私
に
期

待
し
支
持
を
賜
っ
た
国
民
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
お
か
り
し
て
改
め

て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
、
あ
わ
せ
て
深
い
深
い
慙
愧
の
念
を
あ

ら
わ
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
私

は
、
今
日
こ
の
限
り
に
お
い
て
国
会
議
員
を
辞
職
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。〉（
傍
点
―
西
村
）

　

こ
れ
を
聞
い
た
議
員
の
中
で
、「
宦
官
」と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
瞬
時
に
理
解
で
き
た
人
が
ど
れ
く
ら
い
い
た
か
、
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
象
徴
的
な
ス
ピ
ー
チ
で
あ
り
、
実
に
的

を
射
た
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。

富
岡
▼
長
く
国
会
議
員
と
し
て
、
環
境
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
な
ど
を

歴
任
し
、
一
九
七
三
年
に
は
タ
カ
派
と
い
わ
れ
る「
青
嵐
会
」を
立
ち

上
げ
て
い
ま
し
た
。
政
治
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
も
際
立
っ
て
い
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ま
し
た
が
、「
戦
後
政
治
に
理
念
が
な
く
、
機
能
し
か
な
い
」と
い
う

状
況
を
変
え
る
の
は
、
石
原
一
人
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た
か
っ

た
で
し
ょ
う
ね
。

西
村
▼
そ
の
後
、
一
九
九
九
年
に
都
知
事
に
返
り
咲
き
ま
す
が
、
や

は
り
政
治
で
や
り
残
し
た
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
東
京
か
ら
日
本
を
変
え
る
」と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
都
知
事

選
に
打
っ
て
出
ま
し
た
。

富
岡
▼
都
知
事
時
代
に
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
規
制
や
、
中
小
企
業
へ
積

極
融
資
す
る「
新
銀
行
東
京
」を
設
置
す
る
な
ど
、
精
力
的
に
数
々
の

具
体
的
な
政
策
を
手
掛
け
ま
し
た
よ
ね
。

西
村
▼
東
京
の
公
立
学
校
で
日
の
丸
と
君
が
代
を
徹
底
さ
せ
た
こ
と

は
素
晴
ら
し
い
業
績
で
し
た
。
そ
れ
に
、
羽
田
空
港
の
国
際
化
も
評

価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
れ
は
成
田
闘
争
で
警
官
が
殉
職
す
る

な
ど
、
血
が
流
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
国
際
空
港
の
機
能
を
羽
田
に
も

持
た
せ
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
石
原
が
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
で
羽
田
国
際
化
に
踏
み
切
っ
た
。

　

し
か
も
こ
の
国
際
化
に
は
、
横
田
空
域
と
の
関
連
も
あ
り
ま
し

た
。
石
原
は
都
知
事
と
し
て
は
っ
き
り
と
、「
日
本
は
東
京
上
空
の

管
制
権
を
持
っ
て
い
な
い
、
在
日
ア
メ
リ
カ
軍
、
横
田
基
地
に
握
ら

れ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
こ
れ
で
は
植
民
地
だ
」
と
批
判
し
て
い
た
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
保
守
派
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
誰
も
反
応
し
な

か
っ
た
。

　

ソ
ニ
ー
の
盛
田
昭
夫
と
『「
Ｎ
Ｏ
」
と
言
え
る
日
本
』
を
出
し
た
の

が
、
平
成
が
始
ま
る
一
九
八
九
年
。『「
Ｎ
Ｏ
」と
言
え
る
ア
ジ
ア
』を

マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
と
出
し
た
の
が
一
九
九
四
年
。
左
派
的
で
は
な
い
ス

タ
ン
ス
か
ら
、
対
米
従
属
を
批
判
し
た
が
、
当
た
り
前
の
常
識
に
基

づ
い
た
発
言
だ
っ
た
。
保
守
派
は
こ
う
し
た
点
よ
り
も
対
中
的
な
尖

閣
問
題
を
、
反
日
サ
ヨ
ク
は「
三
国
人
発
言
」な
ど
や
は
り
対
中
・
対

韓
の
部
分
し
か
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

富
岡
▼
そ
の
意
味
で
、
石
原
は
「
新
し
い
も
の
を
戦
後
政
治
に
持
ち

込
む
」
こ
と
で
は
な
く
、「
こ
の
国
の
政
治
体
制
に
対
す
る
反
逆
者
」

と
し
て
そ
こ
に
い
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
い
ら
立
ち
は

最
後
ま
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

西
村
▼
で
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
都
知
事
に
な
り
、
そ
の
後
再

度
、
国
政
に
復
帰
す
る
際
に
橋
下
徹
に
期
待
し
て
し
ま
っ
た
。

富
岡
▼
あ
れ
は
ま
ず
か
っ
た
で
す
よ
ね（
笑
）。

西
村
▼
あ
れ
し
か
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

富
岡
▼
率
直
に
い
っ
て
、
晩
年
に
橋
下
徹
の
よ
う
な
存
在
に
幻
惑
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
石
原
慎
太
郎
も
老
い
た
か
」と
思
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
方
で
、
政
治
に
何
と
か
、
表
現
す
べ
き
理
念
を
持
ち
込
み
た
い

と
い
う
理
想
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
議
員
、
都
知
事
と
し
て
政
治
を

や
り
な
が
ら
作
家
活
動
を
続
け
た
こ
と
は
重
要
で
す
。
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「
命
を
懸
け
て
守
る
べ
き
も
の
」は
何
か

西
村
▼
戦
後
史
と
い
う
時
代
に
置
い
て
み
る
と
、
彼
の
小
説
家
と
し

て
の
文
学
活
動
と
、
政
治
家
と
し
て
の
石
原
は
、
や
は
り
両
輪
で
動

い
て
い
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　
『
太
陽
の
季
節
』
を
書
い
た
一
九
五
五
年
、
五
五
年
体
制
が
完
成

し
、
自
社
が
戦
後
体
制
を
両
翼
か
ら
支
え
る
形
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
慎
太
郎
は
、
一
九
六
四
年
、
東
京
五
輪
の

年
に『
行
為
と
死
』と
い
う
名
作
を
書
い
た
。

富
岡
▼
こ
の『
行
為
と
死
』は
石
原
文
学
の
代
表
作
の
一
つ
で
す
。

西
村
▼
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
よ
。
僕
は
ど
う
し
て
こ
の
作
品
が
映

画
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。

富
岡
▼
読
者
の
た
め
に
説
明
し
て
お
く
と
、『
行
為
と
死
』
は
第
一
次

中
東
戦
争
を
背
景
と
す
る
中
編
小
説
で
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル
大

統
領
が
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
を
宣
言
し
、
こ
れ
に
反
発
し
た
英
仏

両
国
が
介
入
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
シ
ナ
イ
半
島
に
侵
攻
。
そ
の
さ
な

か
で
、
中
東
に
駐
在
し
て
い
る
日
本
人
商
社
マ
ン
が
主
人
公
で
す
。

　

主
人
公
は
フ
ァ
リ
ダ
と
い
う
ア
ラ
ブ
人
の
女
性
と
愛
し
合
っ
て
い

ま
す
が
、
二
人
は
戦
火
と
い
う
一
種
の
極
限
状
態
の
中
で
、
究
極
的

な
愛
を
体
験
す
る
。
し
ば
ら
く
し
て
商
社
マ
ン
は
日
本
に
帰
国
し
、

ま
た
別
の
日
本
人
女
性
と
交
際
を
始
め
ま
す
が
、
ど
ん
な
に
深
い
性

愛
が
あ
っ
て
も
、
日
常
の
中
で
愛
情
の
絶
対
性
が
腐
敗
し
て
い
く
。

　

つ
ま
り
中
東
で
戦
争
と
い
う
人
間
の
極
限
状
態
を
体
験
し
て
し

ま
っ
た
た
め
に
、「
偽
の
平
和
」に
包
ま
れ
て
い
る
日
本
に
帰
っ
て
き

て
も
、
彼
は
生
と
性
の
実
感
を
得
ら
れ
ず
、
自
ら
を
失
っ
て
い
く
、

と
い
う
筋
書
き
で
す
。

　

こ
の
作
品
で
は
、
主
人
公
は
ア
ラ
ブ
人
か
ら
「
あ
な
た
は
こ
の
前

の
戦
争
に
参
加
し
ま
し
た
か
」
と
聞
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
大
東
亜
戦

争
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
こ
と
で
、
主
人
公
は
「
参
加
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
戦
争
は
終
わ
っ
た
」と
答
え
ま
す
。

西
村
▼
こ
れ
は
石
原
自
身
の
こ
と
で
す
。

富
岡
▼
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
主
人
公
は
「
お
か
げ
で
助
か
っ
た
」
と
続

け
ま
す
が
、
ア
ラ
ブ
人
は
「
い
や
、
年
齢
が
年
齢
な
ら
あ
な
た
は
必

ず
戦
争
に
出
て
い
っ
た
」と
言
う
。

　

戦
乱
の
ア
ラ
ブ
と
偽
の
平
和
の
東
京
の
ギ
ャ
ッ
プ
、
こ
れ
こ
そ
が

石
原
が
描
き
た
か
っ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
ア
ラ
ブ
の
戦
地
で
主

人
公
は
、
恋
人
で
あ
る
フ
ァ
リ
ダ
に
「
自
分
は
異
教
徒
だ
か
ら
こ
の

戦
争
に
は
か
か
わ
ら
な
い
」
と
宣
言
し
、「
一
緒
に
日
本
に
逃
げ
よ

う
」と
持
ち
か
け
ま
す
。
し
か
し
フ
ァ
リ
ダ
は
、「
自
分
は
ア
ラ
ブ
人

と
し
て
国
家
の
た
め
に
戦
う
、
武
器
を
取
る
」と
言
う
。

西
村
▼
そ
れ
を
聞
い
て
よ
う
や
く
彼
も
目
覚
め
る
。

富
岡
▼
そ
う
、
武
器
を
取
っ
て
船
を
爆
破
す
る
と
い
う
行
為
に
及
ぶ

の
で
す
が
、
日
本
に
帰
っ
て
き
て
み
る
と
、
守
る
べ
き
国
家
が
な

い
。
平
和
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
「
腐
敗
し
た
平
和
」
だ
し
、

「
反
戦
」を
唱
え
る
人
々
も
い
る
け
れ
ど
、
命
を
懸
け
て
ま
で
と
い
う
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気
概
は
な
い
。

西
村
▼「
命
を
懸
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
か
」
と
い
う
命
題
は
、
石
原

に
と
っ
て
は
重
要
で
し
た
。
例
え
ば
、
都
知
事
時
代
の
二
〇
一
一
年

に
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
福
島
第
一
原
発
事
故
の
対

処
の
た
め
に
、
東
京
消
防
庁
の
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
に
派
遣
要
請
が
来
ま

す
が
、
石
原
は
都
知
事
と
し
て
、
悩
み
に
悩
ん
だ
結
果
、
一
度
は
こ

れ
を
断
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た
菅
直
人

内
閣
を
見
た
安
倍
晋
三
が
動
い
て
、
息
子
で
議
員
の
石
原
伸
晃
を
介

し
て
説
得
し
ま
し
た
。「
自
衛
隊
の
レ
ン
ジ
ャ
ー
部
隊
や
ヘ
リ
部
隊

も
出
た
が
、
人
手
が
足
り
な
い
、
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
を
出
し
て
ほ
し

い
」
と
。
そ
こ
で
石
原
慎
太
郎
は
、
今
度
は
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
の
派
遣

を
決
め
た
。

　

命
が
け
の
放
水
作
業
を
終
え
て
十
日
後
に
帰
還
し
た
レ
ス
キ
ュ
ー

隊
の
報
告
を
、
石
原
は
都
知
事
と
し
て
受
け
ま
す
が
、
そ
の
時
、
石

原
は
涙
声
で
感
謝
の
意
を
伝
え
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
死
を
恐
れ
ず
に

任
務
に
当
た
っ
た
隊
員
た
ち
に
対
す
る
感
謝
で
す
よ
ね
。

　
『
行
為
と
死
』で
は
、
主
人
公
が
帰
国
後
、
日
本
で
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た「
命
を
懸
け
て
行
為
に
及
ぶ
」人
た
ち
の
姿
を
そ
こ
に
見

た
。
だ
か
ら
石
原
は
泣
い
た
ん
で
す
。

　

し
か
も
、
こ
の『
行
為
と
死
』は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
三
島
の『
午
後

の
曳
航
』と
の
相
関
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
『
午
後
の
曳
航
』で
海
の
上
で
の
英
雄
が
、
陸
に
上
が
っ
て
堕
落
す

る
と
い
う
の
は
、
ア
ラ
ブ
と
日
本
で
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
て
い
る
『
行

為
と
死
』
の
主
人
公
と
重
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
設
定
の
盗
用
と

か
借
用
と
い
っ
た
話
で
は
な
く
て
、
石
原
は
石
原
の
、
三
島
は
三
島

の
内
的
必
然
に
よ
っ
て
こ
れ
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
テ
ー
マ
が
一
致
し

た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
人
は
世
代
は
違
い
ま
す
が
、
抱
え
て
い

た
時
代
精
神
が
一
致
し
て
い
た
。
だ
か
ら「
時
代
」を
先
取
り
し
た
よ

う
な
作
品
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

ベ
ト
ナ
ム
で
確
か
め
た
問
題
意
識

富
岡
▼
石
原
が
実
際
の
「
戦
場
」
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
昭
和

四
十
二
年
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
の
現
地
で
し
た
。
読
売
新
聞
か
ら

「
取
材
で
ベ
ト
ナ
ム
に
行
か
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
ね
。
当

時
、
ク
リ
ス
マ
ス
で
一
時
停
戦
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
状
況
を
取
材

し
て
く
れ
と
い
う
オ
フ
ァ
ー
が
、
流
行
作
家
の
石
原
に
来
た
。
石
原

と
し
て
は「
ち
ょ
っ
と
行
っ
て
み
よ
う
か
」と
い
う
く
ら
い
の
軽
い
気

持
ち
で
ベ
ト
ナ
ム
に
入
っ
た
と
当
時
、
書
い
て
い
ま
す
。

西
村
▼
戦
争
記
を
書
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
当
時
僕
は
高
校
一
年
生
で

し
た
が
、『
週
刊
現
代
』の
連
載
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。

富
岡
▼
『
国
家
な
る
幻
影
』
上
巻
の
冒
頭
に
も
「
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
政
治

へ
」と
い
う
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ベ
ト
ナ
ム
行
き
は
、
石
原
が
政
治
家
を
志
す
大
き
な
き
っ
か
け
に

も
な
り
ま
し
た
。
当
初
こ
そ
軽
い
気
持
ち
だ
っ
た
石
原
で
し
た
が
、
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戦
争
の
実
態
、
特
に
ベ
ト
コ
ン
の
戦
い
を
知
る
こ
と
で
、
ま
さ
に

『
行
為
と
死
』の
主
人
公
の
立
場
に
立
つ
わ
け
で
す
。

　

作
家
っ
て
面
白
い
で
す
ね
。
自
ら
の
立
場
を
予
感
し
て
い
た
わ
け

で
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
作
品
を
書
い
た
ら
同
じ
よ
う
な
立
場
に
自

分
が
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
小
説
で
書
い
た
こ
と
を
、
作
者
自
身
が

追
体
験
す
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

こ
の
ベ
ト
ナ
ム
体
験
は
石
原
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
も
の

だ
っ
た
。
日
本
に
対
し
て
薄
々
感
じ
て
い
た
「
偽
物
の
平
和
」、「
噓

の
反
戦
」を
実
際
に
確
認
し
た
ん
で
す
。

西
村
▼
当
時
、
日
本
は「
べ
平
連
」の
小
田
実
な
ど
が
反
戦
運
動
を
し
て

お
り
、
石
原
も
最
初
は
一
緒
に
な
っ
て
や
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
袂

を
分
か
ち
、
最
終
的
に
は
そ
の
欺
瞞
、
噓
を
石
原
は
見
破
り
ま
し
た
。

　
『
国
家
な
る
幻
影
』
に
も
書
い
て
い
ま
す
。「
ベ
ト
ナ
ム
体
験
に
照

ら
し
て
私
に
俄
か
に
燃
し
て
き
た
日
本
と
い
う
祖
国
へ
の
懸
念
に
加

え
て
、
思
い
が
け
ぬ
付
録
を
も
た
ら
し
た
。
私
は
知
ら
ぬ
間
に
戦
場

に
猖
獗
す
る
と
い
う
肝
炎
に
感
染
し
、
潜
伏
期
間
を
経
て
発
症
し

た
」。

富
岡
▼
そ
の
後
、「
待
ち
伏
せ
」
と
い
う
短
編
を
書
き
ま
す
。
小
品
だ

け
れ
ど
、
こ
れ
も
石
原
文
学
を
代
表
す
る
作
品
と
い
っ
て
い
い
。
い

や
、
戦
後
文
学
の
代
表
作
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

カ
メ
ラ
マ
ン
と
一
緒
に
主
人
公
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
最
前
線
に
入
っ

て
い
く
。
ベ
ト
コ
ン
を
攻
撃
す
る
壕
に
入
り
、
闇
の
中
で
敵
が
現
れ

る
の
を
待
つ
ん
で
す
。
そ
の
闇
と
し
じ
ま
の
描
写
が
素
晴
ら
し
く
、

敵
を
待
つ
主
人
公
の
心
身
の
極
限
状
態
を
繊
細
に
描
い
て
い
ま
す
。

　

面
白
い
の
は
、
こ
の
作
品
で
主
人
公
は
米
軍
の
部
隊
長
か
ら
身
を

守
る
た
め
の
武
器
を
渡
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
彼
は「
第
三
者
だ
か
ら
」

と
言
っ
て
受
け
取
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
最
前
線
に
行
っ
た
時
に

強
い
後
悔
と
し
て
襲
っ
て
く
る
ん
で
す
。

西
村
▼
ま
さ
に
憲
法
九
条
の
何
た
る
か
を
表
現
し
て
い
ま
す
よ
。

富
岡
▼
石
原
の
問
題
意
識
が
、
作
品
と
し
て
昇
華
し
て
い
ま
す
。

西
村
▼
文
学
作
品
と
し
て
も
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
、
同
じ
く
ベ

ト
ナ
ム
経
験
を「
闇
三
部
作
」と
い
わ
れ
る
作
品
に
し
た
開
高
健
は
有

名
で
す
が
、
彼
と
石
原
を
一
緒
に
さ
れ
て
は
困
る（
笑
）。

富
岡
▼
開
高
健
は
才
気
あ
る
小
説
家
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
文
学
的

抒
情
が
強
す
ぎ
ま
す
よ
ね
。
近
代
小
説
の
正
統
な
手
法
を
遅
れ
ば
せ

な
が
ら
踏
襲
し
て
い
る
と
は
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
そ
れ

に
対
し
て
石
原
の
文
体
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
性
、
抒
情
を
い
ざ
な

う
文
学
的
修
辞
を
一
切
、
そ
ぎ
落
と
し
て
い
ま
す
。

西
村
▼
乾
い
た
文
体
で
す
。

富
岡
▼
は
い
。『
太
陽
の
季
節
』
に
関
し
て
は
三
島
も
「
肉
体
的
な
題

材
を
使
い
な
が
ら
、
本
質
的
に
は
文
学
青
年
の
文
章
に
な
っ
て
い

る
」
と
評
し
て
い
ま
す
が
、『
完
全
な
遊
戯
』
に
な
る
と
、
そ
う
し
た

修
辞
は
一
切
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が「
待
ち
伏
せ
」で
頂

点
ま
で
い
く
。
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『
化
石
の
森
』が
描
く
近
代
的
人
間
の
崩
壊

西
村
▼
石
原
は
七
〇
年
安
保
の
頃
に
『
化
石
の
森
』
を
書
い
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
で
も「
安
保
闘
争
」そ
の
も
の
を
捨
象
し
て
い
る
。

富
岡
▼
上
下
巻
で
、
原
稿
用
紙
千
三
百
枚
に
も
な
る
大
著
で
す
が
、

こ
れ
を
政
治
家
を
務
め
な
が
ら
書
い
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

　
『
化
石
の
森
』は
、
高
校
時
代
の
女
学
生
と
再
会
し
た
医
学
生
の
主

人
公
が
、
彼
女
へ
の
殺
意
に
と
り
憑
か
れ
、
さ
ら
に
肉
親
、
特
に
母

親
と
の
葛
藤
を
通
じ
て
、
近
代
的
な
家
族
の
変
質
や
さ
ら
に
い
え
ば

近
代
的
な
人
間
の
崩
壊
、
限
界
を
描
い
た
作
品
で
す
。

　

西
村
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
当
時
の
学
生
運
動
、
全
共
闘
で
騒

い
で
い
た
世
俗
を
捨
象
し
て
い
る
。
も
っ
と
深
い
、
戦
後
日
本
と
い

う
か
、
近
代
世
界
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
二
十
世
紀
後
半
の

人
間
の
危
機
ま
で
描
い
て
い
ま
す
。

西
村
▼
そ
の
あ
た
り
の
作
家
的
感
性
は
す
ご
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

人
間
の
危
機
を
見
通
す
力
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
都
知
事
時
代

に
、
自
分
の
親
が
死
ん
だ
の
に
年
金
打
ち
切
り
を
恐
れ
て
死
亡
届
を

出
さ
ず
、
不
正
受
給
を
続
け
る
た
め
に
親
の
遺
体
を
自
宅
に
放
置
し

て
い
た
、
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
し
た
が
、
石
原
は
こ
れ
に
激
怒
し

て
い
ま
し
た
。
人
と
し
て
こ
れ
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
、
社
会

制
度
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
感
性
の
問
題
だ
と
。
そ
れ
に
通
じ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

富
岡
▼
そ
う
し
た
モ
ラ
ル
へ
の
根
源
的
な
問
い
か
け
を
『
化
石
の
森
』

は
描
い
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

西
村
▼
こ
れ
は
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
十
五
年
目
の
作
品
で
す
。
主
人
公
の

恋
人
に
な
る
女
性
は「
英
子
」と
い
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は『
太
陽
の

季
節
』で
主
人
公
の
恋
人
に
当
た
る
女
性
と
同
じ
名
前
な
ん
で
す
よ
。

富
岡
▼
そ
う
か
、
お
そ
ら
く
意
識
し
て
書
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
。『
太

陽
の
季
節
』が
一
つ
の
理
想
と
し
て
の「
戦
後
」の
終
焉
を
謳
っ
て
い

る
。
そ
し
て『
化
石
の
森
』は
戦
後
や
日
本
の
対
米
従
属
の
問
題
を
通

り
越
し
た
、
近
代
的
な
人
間
の
崩
壊
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

家
族
や
共
同
体
の
崩
壊
、
社
会
の
崩
壊
と
い
う
も
の
は
も
ち
ろ
ん

い
ろ
い
ろ
な
作
家
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
石
原
は
あ
る
意

味
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
近
代
文
学
の
命
題
に
正
面
か
ら
取

り
組
み
つ
つ
、
同
時
に「
近
代
的
な
人
間
像
」が
崩
れ
て
い
く
様
子
を

描
い
て
い
る
。
非
常
に
時
代
を「
先
取
り
」し
た
作
品
で
す
。

西
村
▼
僕
は
昔
、
買
っ
た
本
に
は
日
付
を
入
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、

刊
行
当
時
買
っ
た
『
化
石
の
森
』
を
改
め
て
今
見
た
と
こ
ろ
「
昭
和

四
十
五
年
十
月
」と
あ
っ
た
。
三
島
が
自
決
す
る
一
月
前
で
す
。

富
岡
▼
そ
う
で
し
た
か
。
三
島
は
こ
れ
を
読
ん
で
い
な
い
ね
。

西
村
▼
こ
の
作
品
に
触
れ
た
評
論
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。

富
岡
▼
読
ん
で
い
た
ら
お
そ
ら
く
、
評
価
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
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西
村
賢
太
を
強
く
推
し
て
い
た

西
村
▼『
化
石
の
森
』の
後
に
書
か
れ
た『
光
よ
り
速
き
わ
れ
ら
』と
い

う
小
説
も
い
い
ん
で
す
よ
。

富
岡
▼
西
村
さ
ん
が
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
と
は
思
わ
ず
、
び
っ

く
り
し
ま
し
た
（
笑
）。
一
九
七
六
年
刊
行
の
、
石
原
が
四
十
四
歳
の

時
に
書
か
れ
た
作
品
で
す
。『
行
為
と
死
』と
と
も
に
、
石
原
文
学
の

見
逃
せ
な
い
一
作
で
す
。

　

葛
城
東
兵
衛
と
い
う
主
人
公
が
登
場
し
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は
暗

黒
舞
踏
の
創
始
者
で
あ
る
土
方
巽
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の

舞
踏
家
と
若
い
女
性
の
か
か
わ
り
を
描
き
な
が
ら
、
人
間
の
肉
体
と

精
神
、
麻
薬
の
問
題
な
ど
も
登
場
す
る
。
肉
体
を
極
限
ま
で
使
う
舞

踏
を
描
く
と
同
時
に
、
一
瞬
一
瞬
の
人
間
の
存
在
感
や
、
存
在
の
幻

惑
の
よ
う
な
も
の
も
描
か
れ
る
、
前
衛
的
な
小
説
で
す
。
ミ
ス
テ
リ

ア
ス
な
香
り
も
す
る
。

西
村
▼
こ
の
作
品
が
あ
ま
り
に
文
壇
で
無
視
さ
れ
る
の
で
、
頭
に
き

て『
三
田
文
学
』か『
ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
マ
ガ
ジ
ン
』に
書
評
を

書
い
た
。
ど
っ
ち
に
書
い
た
の
か
憶
え
て
い
な
い
（
笑
）。
僕
が
大
学

を
中
退
し
た
七
六
年
の
こ
と
で
す
。

富
岡
▼
こ
れ
は
三
島
事
件
の
か
な
り
後
で
す
が
、
肉
体
と
精
神
の
問

題
が
あ
り
、
三
島
の
自
決
も
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

西
村
▼
は
い
。
か
な
り
強
く
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
石
原
自
身
も

五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
の「
あ
た
ら
し
い
芸
術
運
動
」に
か
か

わ
っ
て
い
て
、
浅
利
慶
太
な
ど
と
も
付
き
合
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、

土
方
巽
は
三
島
や
澁
澤
龍
彦
の
ラ
イ
ン
で
す
。
お
そ
ら
く
土
方
と
石

原
は
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

　
『
化
石
の
森
』の
後
に
こ
れ
が
書
か
れ
た
こ
と
に
す
ご
く
意
味
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
富
岡
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

『
化
石
の
森
』で
は
人
間
性
の
喪
失
と
獣
と
し
て
の
人
間
を
描
い
た
。

そ
こ
で
土
方
巽
の
よ
う
な
肉
体
表
現
を
突
き
詰
め
て
い
く
存
在
を
持

ち
出
し
て
、
そ
こ
に
何
か
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

富
岡
▼
土
方
は
「
前
衛
」
と
い
う
言
葉
を
好
ま
ず
、
む
し
ろ
「
人
間
が

も
と
も
と
持
っ
て
い
る
原
型
、
根
源
に
戻
る
」
こ
と
を
意
識
し
て
い

た
。
身
体
を
使
っ
て
、
近
代
的
な
人
間
像
を
ひ
っ
く
り
返
そ
う
と
。

そ
こ
は
石
原
慎
太
郎
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

西
村
▼『
太
陽
の
季
節
』
に
も
、
そ
う
い
う
肉
体
感
覚
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
十
五
年
後
、
よ
り
そ
う
し
た
感
覚
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
状
況

を
突
き
破
る
た
め
に
、
舞
踏
家
を
使
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

富
岡
▼
天
体
や
宇
宙
の
描
写
も
多
く
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
ヨ
ッ

ト
レ
ー
ス
を
愛
し
た
石
原
の
、
海
を
通
じ
た
人
間
の
根
源
的
な
感
覚

ゆ
え
で
し
ょ
う
。

西
村
▼
慎
太
郎
さ
ん
は
、
亡
く
な
っ
た
翌
々
日
に
後
を
追
う
よ
う
に
亡

く
な
っ
た
私
小
説
家
の
西
村
賢
太
を
非
常
に
高
く
買
っ
て
い
ま
し
た
。

富
岡
▼『
苦
役
列
車
』
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
が
、
あ
の
時
も
選
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考
委
員
の
石
原
が
か
な
り
強
く
推
し
た
ん
で
す
よ
ね
。

西
村
▼
彼
が
推
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
西
村
は
芥
川
賞
を
獲
れ
な

か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
選
評
で
、
石
原
は

こ
う
評
し
て
い
ま
す
。

　
〈
西
村
賢
太
氏
の
「
苦
役
列
車
」
は
、
こ
れ
は
ま
た
体
臭
の
濃
す
ぎ

る
作
品
だ
が
、
こ
の
作
者
の「
ど
う
せ
俺
は
─
─
」と
い
っ
た
開
き
直

り
は
、
手
先
の
器
用
さ
を
超
え
た
人
間
の
あ
る
ジ
ェ
ニ
ュ
イ
ン
（
本

物
）な
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

超
底
辺
の
若
者
の
風
俗
と
い
え
ば
そ
れ
き
り
だ
が
、
そ
れ
に
ま
み

れ
き
っ
た
人
間
の
存
在
は
奇
妙
な
光
を
感
じ
さ
せ
る
。
日
本
文
学
の

特
性
の
一
つ
は
私
小
説
の
伝
統
に
あ
る
が
、
か
っ
て
上
林
暁
や
尾
崎

一
雄
が
描
い
た
一
種
の
自
己
露
呈
に
依
る
人
間
の
真
実
性
の
伝
統
に

繋
が
る
。
い
や
む
し
ろ
破
壊
的
な
自
分
を
さ
ら
に
追
い
こ
み
追
い
こ

み
破
滅
し
た
田
中
英
光
の
無
残
さ
に
も
通
う
。

　

し
か
し
こ
の
作
家
は
ど
っ
こ
い
生
き
続
け
る
だ
ろ
う
が
、
近
年
珍

し
い
作
家
の
登
場
と
思
わ
れ
る
。〉（『
文
藝
春
秋
』二
〇
一
一
年
三
月
号
）

富
岡
▼
石
原
は
、
西
村
の
作
品
や
生
き
方
に
「
人
間
の
根
源
的
な
感

覚
」を
見
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

改
憲
論
で
ぶ
れ
た「
戦
後
政
治
の
超
克
」

西
村
▼
こ
こ
ま
で
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
石
原
に
対
し
て
は
僕

は
一
つ
、
悔
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
最
初
に
直
接
、
石

原
慎
太
郎
に
接
し
た
の
は
、
学
生
時
代
に
彼
が
日
吉
に
講
演
に
来

た
時
で
し
た
。
講
演
内
容
は
残
念
な
が
ら
憶
え
て
い
な
い
の
で
す

が
、
そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
い
く
つ
か
質
問
し
た
ん
で
す
。
そ
こ

で
本
当
は
も
う
一
つ
、
聞
き
忘
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
か

お
会
い
し
た
ら
改
め
て
聞
こ
う
、
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
五
十
年
経

ち
（
笑
）、
都
知
事
時
代
に
二
回
取
材
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
時
は
文
学
的
な
こ
と
は
訊
け
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
う

ち
、
き
ち
ん
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
な
か
な
か

機
会
が
な
い
う
ち
に
…
…
つ
い
に
石
原
慎
太
郎
は
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
残
念
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。

　

ど
う
い
う
質
問
か
と
い
う
と
、『
太
陽
の
季
節
』と『
行
為
と
死
』と

で
は
、
描
か
れ
て
い
る
セ
ッ
ク
ス
の
意
味
が
違
っ
て
い
た
ん
で
す
。

石
原
慎
太
郎
の
中
で
セ
ッ
ク
ス
の
位
置
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
、
そ

れ
を
訊
い
て
み
た
か
っ
た
。

富
岡
▼
質
問
す
る
時
に
は
自
分
な
り
の
答
え
を
質
問
者
も
持
っ
て
い

る
も
の
だ
け
れ
ど（
笑
）、
そ
れ
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。

西
村
▼
学
生
だ
っ
た
か
ら
確
た
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
よ
り
存
在
論
と
し
て
深
ま
っ
た
の
か
な
と

思
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。『
太
陽
の
季
節
』に
お
け
る
英
子
と
の
性
行

為
は
、
要
す
る
に
ボ
ク
シ
ン
グ
で
パ
ン
チ
を
撃
つ
の
と
同
じ
よ
う
な

感
覚
。
し
か
し『
行
為
と
死
』で
は
、
ア
ラ
ブ
の
女
性
と
も
、
日
本
の

女
性
と
も
、
セ
ッ
ク
ス
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
性
が「
死
」を
背
景
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に
し
て
初
め
て「
生
」を
獲
得
す
る
ツ
ー
ル
に
な
っ
た
。
性
の
存
在
論

で
す
ね
。

富
岡
▼
僕
は
石
原
さ
ん
と
は
一
度
だ
け
、
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
一
九
九
〇
年
に『
わ
が
人
生
の
時
の
時
』を
出
版
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
四
十
の
短
編
・
小
品
を
集
め
た
作
品
集
で
す
が
、
自
分
の
体

験
だ
け
で
な
く
、
聞
い
た
話
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
し
な
が
ら
、「
決
定

的
瞬
間
」
を
切
り
取
っ
た
話
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
も

文
体
に
全
く
無
駄
が
な
い
。
淡
々
と
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し

そ
の
中
に
、
人
間
の
深
さ
、
日
常
を
突
き
抜
け
る
不
可
知
な
も
の
の

到
来
を
感
じ
さ
せ
る
雰
囲
気
で
通
底
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
「
人
生
を
味
わ
い
す
ぎ
た
男
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま

す
。
嫌
々
な
が
ら
誘
わ
れ
て
ゲ
イ
バ
ー
に
行
っ
て
み
た
ら
、
そ
こ
の

バ
ー
テ
ン
ダ
ー
が
実
は
真
珠
湾
攻
撃
の
時
に
爆
撃
機
に
乗
っ
て
い
た

と
い
う
。
そ
の
後
も
あ
ら
ゆ
る
激
戦
地
に
回
さ
れ
た
が
、
自
分
が
死

ぬ
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
む
し
ろ
、
真
珠
湾
で
自
分
は
一

度
死
ん
で
い
て
、
死
ん
だ
ま
ま
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
く
ら
い

の
絶
対
的
な
感
覚
を
語
る
ん
で
す
。「
あ
れ
を
経
験
し
た
ら
、
後
の

人
生
は
も
う
終
わ
っ
た
も
同
然
だ
」と
言
う
ん
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
本
当
に
い
い
作
品
集
で
、
駆
け
出
し
の
文
芸
評
論
家
だ
っ

た
僕
が
書
評
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
石
原
さ
ん
も
喜
ん
で
、
こ
の
本
の

書
評
を
書
い
た
書
き
手
を
何
人
か
呼
ん
で
、
食
事
す
る
席
を
設
け
て

く
れ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
時
に
は
秋
山
駿
さ
ん
も
長
老
の
文
芸
評
論
家
と
し
て
来
て
い

て
、
僕
な
ん
か
は
ま
だ
若
手
で
（
笑
）。
永
田
町
近
く
の
料
亭
に
呼
ば

れ
た
の
で
す
が
、
石
原
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
遅
れ
て
き
た
ん
で
す
ね
。

座
敷
だ
か
ら
畳
に
座
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
下
か
ら
見
上
げ
た
石

原
さ
ん
の
第
一
印
象
は「
う
わ
、
足
が
長
い
」（
笑
）。「
ま
さ
に『
太
陽

の
季
節
』だ
な
」と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
、「
我
々
は
こ
の
場
所
で
、
田
中
角
栄
の
金
脈
を
打
倒
す

る
密
談
を
し
た
ん
で
す
」な
ん
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

…
…
名
前
が
出
た
の
で
つ
い
で
に
い
い
ま
す
が
、
石
原
が

二
〇
一
六
年
に『
天
才
』と
い
う
小
説
で
、
田
中
角
栄
を
一
人
称
で
書

き
ま
し
た
ね
。
あ
の
作
品
は
、
僕
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
認
め
が
た
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。

西
村
▼
僕
も
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
で
す
。
あ
れ
は
本
人
の
動
機

が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
幻
冬
舎
が
書
か
せ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
。

富
岡
▼
む
し
ろ
『
国
家
な
る
幻
影
』
の
中
に
あ
る
、
田
中
角
栄
と
政
治

家
・
石
原
が
対
峙
す
る
場
面
の
方
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
も
あ
る
し
意
味

が
あ
り
ま
す
よ
。

西
村
▼
た
だ
石
原
慎
太
郎
も
田
中
角
栄
が
無
罪
だ
と
気
づ
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
橋
下
徹
に
つ
い
て
幻
惑
さ
れ
た
と
言
っ
た

け
れ
ど
、
そ
れ
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

富
岡
▼
改
憲
勢
力
に
な
り
う
る
と
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
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が
、
橋
下
あ
り
き
の
改
憲
が
本
当
に
い
い
の
か
ど
う
か
。
む
し
ろ
石

原
は
、
改
憲
そ
の
も
の
が
目
的
で
は
な
く
、
戦
後
政
治
そ
の
も
の
を

超
克
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
も
っ
と
い
え
ば
近

代
の
超
克
で
あ
り
、
明
治
以
降
の
日
本
人
の
魂
の
あ
り
方
そ
の
も
の

を
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
石
原
は
本
来
、
そ
う
し
た
命
題
を

持
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

西
村
▼
え
え
。
例
え
ば
昭
和
十
六
年
十
一
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て

『
中
央
公
論
』誌
上
で
三
回
の
座
談
会
が
行
わ
れ
ま
す
。
出
席
者
は
鈴

木
成
高
、
高
坂
正
顕
、
西
谷
啓
治
、
高
山
岩
男
で
、「
世
界
史
的
立

場
と
日
本
」と
題
し
て
論
じ
合
っ
て
い
る
。

富
岡
▼
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
で
す
ね
。
西
田
哲
学
の
流
れ
を
汲
み
、

西
洋
と
日
本
の
魂
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
を
考
え
た
。

西
村
▼
そ
う
い
う
立
脚
点
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
時
代
認
識

を
、
当
時
の
日
本
の
最
高
の
知
性
た
ち
は
持
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本

が
そ
う
い
う
国
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
戦
後
は
ど
う
か
。「
一

体
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
！
」
と
い
う
怒
り
を
、
石
原
は
ず
っ
と
持

ち
続
け
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。

文
学
史
を
超
え
て
戦
後
史
に
名
を
刻
ん
だ
人

富
岡
▼
「
政
治
が
機
能
で
し
か
な
く
な
っ
た
」
と
石
原
が
言
っ
た
と

き
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
戦
後
体
制

を
維
持
し
続
け
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
七
十
五
年
経
っ
て
も
、
そ

れ
は
維
持
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
石
原
の
問
い
か
け
は

大
き
い
。

　

西
村
さ
ん
が
冒
頭
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
朝
日
新
聞
や
東
京

新
聞
は
石
原
の
政
治
思
想
を
批
判
し
、
発
言
を「
差
別
的
だ
」な
ど
と

指
摘
し
て
い
ま
し
た
が
、
石
原
の
政
治
家
と
し
て
の
発
言
が
真
に
意

図
す
る
と
こ
ろ
は
、
実
は
小
説
家
と
し
て
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
政
治
と
文
学
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
は
決
し

て
な
く
、
一
つ
の
表
現
者
の
行
い
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

僕
も
追
悼
文
を
依
頼
さ
れ
て
、
改
め
て
石
原
作
品
を
読
み
直
し
て

み
ま
し
た
。
政
治
家
と
し
て
の
評
価
は
そ
れ
と
し
て
あ
っ
て
い
い
け

れ
ど
、
一
方
で
文
学
者
、
作
家
と
し
て
、
政
治
ま
で
含
め
て「
表
現
」

し
得
た
と
い
う
点
を
重
視
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
近
代
と
戦
後
日
本
に

反
逆
し
た
小
説
家
と
い
う
意
味
で
、
近
代
文
学
史
に
刻
ま
れ
る
べ
き

名
前
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
文
学
史
の
中
に
閉
じ
込
め
て
お
い

て
は
い
け
な
い
、
戦
後
史
に
お
け
る
功
績
を
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

西
村
▼
そ
こ
を
理
解
し
て
、
全
体
と
し
て
石
原
慎
太
郎
を
偉
大
な
存

在
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
か
な
い
と
、
後
に
残
さ
れ
た
者
と
し
て
は

申
し
訳
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
今
回
、
富
岡
さ
ん
と
石
原
慎
太

郎
に
つ
い
て
語
っ
て
み
て
、
文
学
者
と
し
て
の
石
原
、
政
治
家
と
し

て
の
石
原
が
抱
い
て
い
た
も
の
は
、
今
の
日
本
に
と
っ
て
も
非
常
に

切
実
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
ま
し
た
。
今
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
戦
争
が
日
本
に
突
き
つ
け
て
い
る
も
の
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。


